
鍼
灸
医
学
に
お
け
る
経
絡
思
想
の
具
体
的
な
展
開
は
『
霊
枢
』
以

後
の
こ
と
で
あ
り
、
『
素
問
』
の
中
に
は
経
絡
の
走
行
や
経
穴
の
記

載
は
稀
に
し
か
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
『
素
問
』
の
経
絡
治

療
に
関
す
る
数
少
な
い
記
載
の
中
に
、
ご
く
初
期
の
経
絡
治
療
の
実

際
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
回
述
べ
る
頭
部
お
よ
び
体
幹
の
五
行

の
経
脈
な
ら
び
に
行
五
の
取
穴
法
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
今
日
で
は

ま
っ
た
く
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
。

『
素
問
』
水
熱
穴
論
に
、
腰
部
と
頭
部
に
お
け
る
「
五
行
、
行
五
」

な
る
取
穴
法
、
な
ら
び
に
腹
部
に
お
け
る
同
様
な
取
穴
法
が
み
ら
れ

る
。
こ
の
「
五
行
、
行
五
」
穴
と
は
平
行
し
て
走
る
五
本
の
経
脈

と
、
各
経
脈
ご
と
に
配
さ
れ
た
五
つ
の
ツ
ボ
、
計
二
十
五
穴
の
こ
と

で
あ
る
。
腰
部
に
お
け
る
こ
の
取
穴
法
は
水
愈
と
し
て
、
頭
部
に
お

け
る
取
穴
法
は
熱
嚴
と
し
て
対
立
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
取
穴
法
は
、
同
一
経
脈
上
に
陰
穴
と
陽
穴
を
求
め
る
や
り
方
で
あ

『
素
問
』
水
熱
穴
論
の
研
究

遠
藤
次
郎

り
℃
現
在
一
般
的
な
十
二
経
脈
に
の
っ
と
っ
た
取
穴
法
と
は
甚
だ
し

く
異
な
る
。

こ
の
取
穴
法
と
同
じ
立
場
で
経
脈
が
扱
わ
れ
て
い
る
例
を
『
素

問
』
『
霊
枢
』
中
に
散
見
す
る
督
脈
、
任
脈
、
衝
脈
の
記
載
の
中
に

見
出
し
た
。
例
え
ば
、
『
素
問
』
骨
空
論
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
督
脈

は
上
下
に
二
分
さ
れ
、
腎
臓
よ
り
上
を
陽
経
と
関
連
さ
せ
、
腎
臓
よ

り
下
を
陰
経
と
関
連
さ
せ
て
い
る
。

次
に
体
幹
に
お
け
る
五
行
の
経
脈
と
、
督
、
任
、
衝
脈
と
の
関
連

性
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
『
素
問
』
気
府
論
の
「
頭
上
五
行
」
の
説

や
、
『
霊
枢
』
五
音
五
味
篇
等
に
み
る
任
脈
と
衝
脈
の
記
述
等
に
よ

り
、
体
幹
に
お
け
る
経
脈
の
相
関
関
係
を
次
の
よ
う
に
推
定
し
た
。

脈
気
は
督
脈
下
部
の
経
脈
の
海
か
ら
、
腹
部
の
任
脈
に
溢
れ
出
し
、

さ
ら
に
督
、
任
脈
の
正
中
線
か
ら
、
こ
れ
に
平
行
す
る
四
行
線
に
傍

流
す
る
。

次
に
体
幹
の
経
脈
と
四
肢
の
経
脈
と
の
関
係
を
検
討
し
た
。
水
熱

穴
論
に
は
四
肢
の
五
行
穴
と
体
幹
の
五
行
穴
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る

例
や
、
熱
嚴
の
取
穴
法
と
し
て
四
肢
の
付
け
根
や
体
幹
の
付
け
根
に

注
目
し
て
ツ
ボ
を
取
る
例
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か

ら
、
水
熱
穴
論
で
は
四
肢
と
体
幹
と
を
独
立
的
に
み
な
し
、
取
穴
し
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今
日
で
は
、
頭
部
、
背
部
、
腹
部
を
走
る
四
行
線
は
四
肢
の
先
端

よ
り
起
こ
っ
た
十
二
経
脈
の
内
に
包
含
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
実
際
の
治
療
に
は
、
背
嚴
穴
や
募
穴
等
は
、
四
肢
に
連
な
る
経
脈

と
は
関
係
な
く
、
体
幹
内
部
の
臓
脈
の
治
療
に
応
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
事
実
は
、
四
肢
を
中
心
と
し
た
経
脈
論
の
み
で
は
全
て
を
包
括

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
を
補
う
た
め

に
は
今
回
取
り
上
げ
た
督
脈
と
任
脈
を
中
心
と
す
る
体
幹
に
お
け
る

五
行
の
経
脈
論
を
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
東
京
理
科
大
学
薬
学
部
生
薬
学
教
室
）

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
○

わ
が
国
最
古
の
現
存
す
る
医
書
『
医
心
方
』
は
、
主
と
し
て
唐
以

前
の
中
国
医
書
の
引
用
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
そ
の
か
け
が
え
の

な
い
資
料
的
価
値
に
比
し
て
、
独
創
性
に
関
し
て
は
高
い
評
価
を
得

て
い
な
い
。
が
、
全
三
○
巻
の
構
成
は
特
徴
的
な
配
列
を
取
っ
て
お

り
、
中
国
医
書
の
引
用
に
際
し
て
も
撰
者
独
自
の
見
識
に
基
づ
い
て

取
捨
選
択
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
書
の
編
纂
方
針
に
多
角
的
に

検
討
を
加
え
そ
の
内
容
自
体
を
吟
味
す
る
こ
と
は
、
資
料
性
と
は
別

の
観
点
か
ら
そ
の
価
値
を
探
る
意
義
を
持
つ
。

『
医
心
方
』
に
引
用
さ
れ
る
医
書
中
、
最
多
の
引
用
回
数
を
占
め

る
の
が
「
病
源
論
」
と
し
て
引
か
れ
る
『
諸
病
源
候
論
』
（
以
下
『
病

源
』
）
で
あ
る
。
『
病
源
』
は
唐
以
後
の
医
書
の
疾
病
分
類
法
、
病
態

概
念
に
強
い
影
響
を
与
え
た
病
因
・
病
理
・
病
態
学
全
書
で
あ
る
。

『
医
心
方
』
に
は
そ
の
総
項
目
数
の
約
三
分
の
一
が
、
五
五
六
回
に

『
医
心
方
』
に
引
く
『
諸
病
源
候
論
』
の

条
文
検
討
ｌ
そ
の
取
捨
選
択
方
針
初
探

○
平
馬
直
樹
・
小
曽
戸
洋
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